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２
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ト
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ら
み
え
る
倒
錯
し
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代
状
況

源
　
　
　
　
　
淳
　
　
子

　
二
〇
〇
一
年
、
小
泉
純
一
郎
首
相
（
当
時
）
が
政
権
中
に
行
っ
た
靖
国
神
社
参
拝
は
、
戦
後
日
本
社
会
の
転
換
を
象
徴
す
る
政
治
的
意
図
を
隠
蔽
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で

は
な
か
っ
た
か
。
二
〇
〇
四
年
二
月
に
は
「
靖
国
訴
訟
」
が
提
訴
さ
れ
た
。
戦
後
、
靖
国
神
社
は
一
宗
教
法
人
と
な
り
、
官
か
ら
民
へ
と
転
換
さ
れ
る
が
、
戦
後
も
「
英
霊
」

の
合
祀
を
続
け
、
国
権
と
の
結
び
つ
き
を
保
ち
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
問
題
性
は
靖
国
神
社
創
建
か
ら
の
歴
史
を
知
ら
な
い
限
り
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
靖
国

神
社
問
題
へ
の
学
生
の
認
識
度
の
低
さ
を
実
感
し
て
い
た
。
そ
こ
で
靖
国
神
社
を
ど
の
程
度
認
識
し
て
い
る
か
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
一
八
三
一
人
の
回
答
を
得
た
。

そ
し
て
、
そ
の
回
答
か
ら
「
専
制
的
社
会
」
と
い
う
新
た
な
時
代
の
思
潮
を
読
み
取
っ
た
。
靖
国
神
社
問
題
は
、
現
在
も
日
本
の
政
治
の
中
枢
に
存
在
し
て
い
る
。

論
文
要
旨
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（
３
）
調
査
対
象
の
属
性

　
　
　
（
４
）
学
生
に
と
っ
て
の
靖
国
神
社

　
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
か
え
て
―
何
を
問
題
と
し
て
伝
え
る
べ
き
か

プ
ロ
ロ
ー
グ

　
二
〇
〇
九
年
二
月
二
五
日
、
大
阪
地
裁
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
判
決
を
く
だ
し
た
。
原
告
の
主
張
を
ま
っ
た
く
許
さ
な
い
判
決
だ
っ
た
。
原
告
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

で
戦
死
し
た
人
た
ち
の
遺
族
で
あ
る
。
遺
族
の
訴
え
は
自
分
た
ち
の
承
諾
も
何
も
な
く
、
戦
争
で
死
ん
だ
父
や
兄
な
ど
が
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

「
故
人
を
偲
ぶ
権
利
」
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
靖
国
神
社
の
「
霊
璽
簿
」
か
ら
父
や
兄
た
ち
の
名
前
を
削
除
す
る
こ
と
を
求
め
た
訴
訟
だ
っ
た
。
大
阪
地
裁
は

遺
族
の
請
求
を
す
べ
て
棄
却
す
る
判
決
を
い
い
渡
し
、
裁
判
長
は
「
遺
族
が
主
張
す
る
感
情
は
不
快
や
嫌
悪
の
感
情
と
し
か
い
え
ず
、
法
的
に
保
護
す
る
べ
き
利
益
と

は
い
え
な
い
」
と
述
べ
た
。

　
こ
れ
は
、
奇
妙
な
判
決
で
あ
る
。
靖
国
神
社
は
、「
国
の
た
め
に
殉
死
」
し
た
兵
士
た
ち
を
「
英
霊
」
と
し
て
讃
え
、
国
家
主
権
に
よ
っ
て
「
神
」
と
し
て
祀
っ
て
き

た
。
天
皇
を
現
人
神
と
す
る
国
家
神
道
を
高
揚
す
る
軍
国
施
設
の
役
割
を
果
た
し
、
天
皇
制
国
家
の
中
核
と
し
て
存
在
し
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
後
、
靖
国
神
社
は
Ｇ

Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）
の
国
家
神
道
を
解
体
さ
せ
る
「
神
道
指
令
」
と
と
も
に
官
か
ら
民
に
移
り
、
一
宗
教
法
人
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

祭
神
は
戦
前
と
変
わ
る
こ
と
な
く
、
国
家
（
旧
厚
生
省
）
と
の
関
係
を
保
ち
「
英
霊
」
と
し
て
合
祀
し
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
戦
後
、

一
宗
教
法
人
と
な
っ
た
靖
国
神
社
が
「
個
人
」
の
意
思
に
反
す
る
よ
う
な
宗
教
祭
祀
ま
た
は
宗
教
儀
礼
を
行
う
こ
と
は
、「
宗
教
」
の
倫
理
に
反
す
る
。
こ
と
に
靖
国
神

社
の
ご
と
く
「
国
家
」
の
た
め
に
創
建
さ
れ
た
軍
国
施
設
は
、
国
家
を
相
対
化
す
る
「
個
人
」
の
人
格
権
や
人
権
に
ほ
ど
遠
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

さ
ら
に
、
国
家
神
道
解
体
後
に
発
布
さ
れ
た
『
日
本
国
憲
法
』
に
照
ら
し
て
も
「
個
人
」
の
「
信
教
の
自
由
」
を
踏
み
に
じ
っ
て
い
る
。

　
大
阪
地
裁
が
し
り
ぞ
け
た
裁
判
は
、
靖
国
神
社
を
被
告
と
し
て
訴
え
た
初
の
裁
判
で
も
あ
っ
た
。
靖
国
神
社
と
国
の
一
体
性
も
争
点
と
な
っ
た
。
一
九
七
八
年
に
は

Ａ
級
戦
犯
が
合
祀
さ
れ
た
が
、
国
の
関
与
が
な
か
っ
た
ら
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
宗
教
法
人
で
あ
る
靖
国
神
社
に
国
が
「
個
人
」
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
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と
は
、
同
じ
く
『
日
本
国
憲
法
』
の
「
政
教
分
離
原
則
」
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
る
。
し
か
し
、
判
決
は
こ
れ
を
「
国
の
行
為
に
事
実
上
の
強
制
と
み
ら
れ
る
影
響

力
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
原
告
の
訴
え
を
退
け
た
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
事
実
誤
認
で
あ
り
、
裁
判
官
の
無
知
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。

　
こ
の
度
の
裁
判
以
前
（
二
〇
〇
四
年
二
月
）
に
も
、
小
泉
純
一
郎
首
相
（
当
時
）
の
靖
国
神
社
参
拝
を
巡
る
訴
訟
が
行
わ
れ
て
い
る
。
首
相
の
参
拝
は
「
公
的
」
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
首
相
の
参
拝
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
訴
え
は
、
こ
こ
で
も
棄
却
さ
れ
、
控
訴
後
の
大
阪
高
裁
も
完
全
に
原
告
の
訴
え
を
退
け
る
控
訴
棄
却

と
い
う
結
果
と
な
っ
た
（
二
〇
〇
五
年
九
月
）。
こ
う
し
た
現
代
の
靖
国
神
社
を
巡
る
一
連
の
裁
判
は
、
戦
前
の
軍
国
施
設
で
あ
っ
た
靖
国
神
社
が
今
な
お
国
家
主
権
の

強
い
影
響
下
に
あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
靖
国
神
社
の
存
在
自
体
が
、
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
主
権
と
国
民
主
権
の
問
題
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
象
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
現
在
の
靖
国
神
社
を
め
ぐ
る
問
題
は
刻
々
と
新
た
な
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
な
か
に
あ
っ
て
、
学
生
は
い
っ
た
い
こ
う
し
た
問
題

を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
裁
判
ま
で
は
関
心
が
な
く
て
も
、
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
は
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
思
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
靖
国
神
社
へ
の
認
識
度
を
知
り
た
い
と
い
う
思
い
が
お
き
た
。
当
初
ア
ン
ケ
ー
ト
を
す
る
の
は
、
わ
た
し
の
授
業
を
受
け
て
い
る
学
生
で
い
い

と
考
え
て
い
た
が
、
も
う
少
し
広
げ
よ
う
と
友
人
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
友
人
が
行
っ
て
く
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
数
は
一
八
〇
〇
枚
を
超
え
た
。
予
想
外
の

数
の
多
さ
に
別
の
不
安
が
胸
を
よ
ぎ
っ
た
。
こ
う
し
た
分
析
の
方
法
を
専
門
と
し
な
い
わ
た
し
は
、
集
ま
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
の
方
法
、
ク
ロ
ス
の
や
り
方
、
そ

の
後
の
論
文
の
書
き
方
な
ど
に
悩
ん
だ
。
幸
い
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
で
一
緒
だ
っ
た
鈴
木
清
美
さ
ん
が
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
て
く
だ
さ
っ
た
。
集
計
に
関

し
て
、
彼
女
の
手
を
煩
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
女
の
援
助
な
く
し
て
、
こ
の
論
文
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
謝
の
気
持
ち
は
「
あ
と

が
き
」
に
記
さ
れ
る
の
が
常
の
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
え
て
わ
た
し
は
は
じ
め
に
気
持
ち
を
表
し
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
学
生
に
実
施
し
て
く
だ
さ
っ
た

友
人
た
ち
に
心
か
ら
お
礼
を
伝
え
た
い
。
わ
た
し
が
実
際
に
や
っ
て
み
て
、
わ
ず
ら
わ
し
か
っ
た
こ
と
を
一
番
に
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ち
い
ち
お
名
前
を

記
さ
な
い
が
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

１
　
靖
国
神
社
と
相
対
す
る
「
個
人
」

　
戦
後
の
靖
国
神
社
問
題
に
関
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
宗
教
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
宗
教
学
の
岸
本
英
夫
は
、「
信
教
の
自
由
」
に
つ
い
て
「
自
分
の
納
得
し
な
い
強
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制
さ
れ
た
方
法
で
は
、
人
間
は
、
自
分
の
人
間
の
問
題

・

・

・

・

・

を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
信
仰
体
制

・

・

・

・

を
は
っ
き
り
も
っ
て
い
る
人
は
、
そ
れ
を

守
っ
て
、
抵
抗
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
、
信
教
の
自
由

・

・

・

・

・

の
問
題
で
あ
る
」 と
講
じ
た
。
一
連
の
靖
国
訴
訟
は
、
戦
後
、
国
家
神
道
が
解
体
し
た
あ
と
も
、
そ
の
亡

霊
ど
も
の
衣
装
を
借
り
て
、「
国
家
主
権
」
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
「
国
家
」（
靖
国
神
社
）
を
「
個
人
」
が
訴
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

　
二
〇
〇
八
年
六
月
、
わ
た
し
は
、『「
母
」
た
ち
の
戦
争
と
平
和
　
戦
争
を
知
ら
な
い
わ
た
し
と
あ
な
た
に
』（
三
一
書
房
）
を
出
版
し
た
。
拙
著
は
、
一
九
二
〇
年
代

生
ま
れ
の
八
〇
歳
代
の
三
人
の
女
性
の
戦
争
体
験
と
戦
後
、
彼
女
た
ち
が
国
家
主
権
の
軛
に
気
づ
き
、「
個
人
」
と
し
て
国
民
の
主
権
に
目
覚
め
、「
戦
争
反
対
・
靖
国

反
対
」
に
至
る
契
機
を
聞
き
取
り
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
人
の
女
性
に
加
え
、
わ
た
し
の
母
も
同
じ
八
〇
歳
代
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
き
ち
ん
と
戦
争

体
験
と
戦
後
を
聞
い
て
こ
な
か
っ
た
経
緯
も
踏
ま
え
、
聞
き
取
り
を
し
た
。

　
そ
の
本
を
ま
と
め
よ
う
と
思
っ
た
動
機
は
、
大
き
く
二
点
あ
っ
た
。

　
ま
ず
第
一
点
は
、
八
〇
歳
代
の
女
性
が
戦
後
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
被
害
者
意
識
を
抱
い
て
五
五
年
体
制
を
支
え
て
き
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
対
抗
す
る
位
置
）
と
し
て
生

き
る
に
至
っ
た
経
緯
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
が
受
け
た
戦
前
の
教
育
体
制
か
ら
ど
う
し
て
戦
後
、
非
個
人
的
存
在
か
ら
「
個
人
」
へ
と
変
革
し
え
た
の
か
。
そ
の
「
分

岐
点
」
を
知
り
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
大
日
本
帝
国
下
の
戦
争
で
、
天
皇
が
「
神
」
で
あ
る
こ
と
、
男
性
は
「
君
（
天
皇
）
の
た
め
国
の
た
め
」
に
戦
い
、
女
性
は

銃
後
を
守
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
と
信
じ
青
春
時
代
を
過
ご
し
た
彼
女
た
ち
は
、
大
切
な
人
を
戦
争
で
亡
く
し
た
被
害
者
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
た
ち
に
は
、

あ
る
こ
と
か
ら
敗
戦
国
の
被
害
者
意
識
か
ら
戦
争
へ
の
加
害
者
意
識
へ
の
転
換
が
お
き
た
。
何
を
契
機
と
し
て
加
害
者
意
識
を
も
つ
こ
と
に
変
わ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に

は
、
戦
争
を
知
ら
な
い
戦
後
生
ま
れ
の
わ
た
し
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
点
は
、「
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
」
が
多
く
な
っ
た
現
在
、
と
く
に
学
生
と
接
し
て
い
て
感
じ
る
の
は
、
戦
争
観
の
希
薄
さ
で
あ
る
。
ま
た
少
数
派
で
は
あ
る

が
、
戦
争
を
肯
定
す
る
学
生
の
存
在
で
あ
る
。
そ
う
し
た
学
生
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ッ
シ
ン
グ
（
反
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
）
に
表
れ
る
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
派
に
近
い
考
え
方

を
披
瀝
す
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
が
も
っ
と
も
恐
れ
る
の
は
、「
個
人
」
で
は
な
く
、「
私
人
」
に
過
ぎ
な
い
多
く
の
学
生
で
あ
る
。
そ
の
「
私
人
」
に
は
「
公
共
的
な

関
心
」
が
欠
落
し
て
い
る
ば
か
り
か
、「
戦
争
の
肯
定
」
に
転
じ
る
可
能
性
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
あ
り
て
い
に
い
え
ば
、
日
本
が
行
っ
て
き
た
戦
争
に
つ
い

て
思
惟
し
た
こ
と
が
な
い
学
生
で
あ
る
。
受
験
技
術
だ
け
を
供
勉
強
僑
し
て
き
た
学
生
で
あ
る
。
憲
法
の
「
改
正
」
問
題
、
靖
国
神
社
問
題
、「
慰
安
婦
」
問
題
な
ど
に

無
関
心
で
い
ら
れ
る
学
生
で
あ
る
。
か
つ
て
被
害
者
意
識
の
ま
ま
に
生
き
て
き
て
日
本
を
世
界
第
二
位
の
「
大
国
」
に
し
た
大
人
た
ち
と
同
様
に
、「
個
人
」
で
な
く

（
１
）
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「
モ
ノ
」（
貨
幣
）
に
仕
え
る
存
在
者
を
疑
い
な
く
肯
定
す
る
姿
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
学
生
に
戦
争
を
考
え
、
日
本
の
憲
法
を
考
え
、
日
本
の
将
来
を
考
え

て
ほ
し
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
、
近
代
日
本
の
国
民
意
識
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
靖
国
神
社
問
題
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
靖
国
神

社
の
存
在
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
学
生
が
、
二
〇
〇
一
年
に
始
ま
っ
た
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
は
、
靖
国
神
社
に
関
心
を
も
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ほ

と
ん
ど
の
学
生
は
、
靖
国
神
社
が
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
を
知
ら
な
い
。
小
泉
首
相
の
こ
と
ば
に
す
ん
な
り
と
頷
き
、
参
拝
は
い
い
こ
と
だ
と
考
え
る
か
、

中
国
・
韓
国
か
ら
の
批
判
に
小
泉
首
相
と
同
じ
く
内
政
干
渉
だ
と
い
う
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。

　
講
義
で
靖
国
神
社
の
歴
史
と
現
在
の
問
題
を
説
明
す
る
と
、
必
ず
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
カ
ー
ド
に
「
知
ら
な
か
っ
た
」「
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」「
教
え
て
も

ら
っ
て
い
な
い
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。
毎
年
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
一
度
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
て
調
べ
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
は
、『「
母
」

た
ち
の
戦
争
と
平
和
』
の
原
稿
を
書
き
上
げ
た
二
〇
〇
八
年
の
春
で
あ
る
。

２
　
学
生
に
教
え
る
靖
国
神
社
問
題

　
毎
年
学
生
に
講
義
す
る
靖
国
神
社
問
題
は
、
靖
国
神
社
創
建
の
歴
史
か
ら
始
め
る
。
こ
の
講
義
を
始
め
た
と
き
に
こ
ん
な
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
軽
い
気
持
ち

で
、「
靖
国
神
社
が
い
つ
で
き
た
か
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
と
問
い
か
け
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
前
列
に
座
っ
て
い
る
学
生
を
指
し
た
ら
、「
昔
」
と
答
え
た
。
わ
た

し
は
、
明
治
と
い
う
時
代
は
も
う
学
生
に
は
遠
い
昔
の
こ
と
な
の
だ
と
内
心
思
っ
た
。
し
か
し
、
昔
で
は
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
い
る
の
で
、「
い
つ
の
時
代
の
昔
？
」

と
聞
き
返
し
た
。
学
生
の
答
え
は
「
古
代
」
だ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
靖
国
神
社
の
成
り
立
ち
か
ら
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
。

　
靖
国
神
社
は
、「
幕
末
維
新
の
は
げ
し
い
政
争
の
過
程
で
生
ま
れ
た
た
招
魂
の
思
想
」 に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
戊
辰
戦
争
で

は
、
天
皇
方
に
忠
心
を
尽
く
し
て
戦
死
し
た
者
だ
け
を
招
魂
社
（
最
初
は
京
都
に
あ
っ
た
）
に
祀
っ
た
。
靖
国
神
社
の
始
ま
り
で
あ
る
。
し
か
も
招
魂
社
に
は
伝
統
的

な
神
社
の
祭
祀
と
違
っ
た
形
態
が
つ
く
ら
れ
た
。そ
れ
ま
で
の
日
本
の
御
霊
信
仰
に
は
、恨
み
を
も
っ
て
死
ん
だ
人
を
神
に
し
て
祀
る
伝
統（
例
え
ば
、菅
原
道
真
を「
神
」

と
し
て
祀
っ
た
北
野
天
満
宮
）
が
あ
っ
た
が
、
招
魂
社
に
は
、
敗
け
て
死
ん
だ
者
は
捨
て
置
く
と
い
う
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
天
皇
方
に
与
し
な
い
と
、
戦
死
後
祀
っ

て
も
ら
え
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
化
思
想
か
ら
み
れ
ば
、
驚
く
に
値
し
な
い
。
天
皇
崇
拝
を
基
軸
と
す
る
中
央
集
権
国
家
体
制
を
構

（
２
）
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築
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
後
も
新
政
府
軍
は
会
津
、
函
館
な
ど
で
幕
府
方
を
破
り
、
天
皇
方
の
戦
死
者
に
限
り
東
京
招
魂
社
に
祀
っ
た
。
そ
し
て
一
八
七
九
（
明
治

一
二
）
年
、
東
京
招
魂
社
は
別
格
官
弊
社
靖
国
神
社
と
な
る
。
そ
の
管
轄
は
陸
・
海
軍
省
で
あ
る
。
後
に
は
内
務
省
も
管
轄
す
る
。

　
靖
国
神
社
は
、
天
皇
方
（
国
家
）
で
戦
死
し
た
軍
人
・
軍
属
を
神
と
し
て
祀
る
軍
国
神
社
で
あ
り
、
戦
死
者
の
「
名
誉
あ
る
行
為
」
を
国
と
し
て
顕
彰
し
、
戦
死
者

を
「
慰
霊
」
し
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
「
英
霊
」
と
呼
ば
れ
、
靖
国
神
社
は
「
英
霊
」
が
次
か
ら
次
に
増
え
る
軍
国
神
社
で
あ
っ
た
。
戊
辰
戦
争
や
西
南
戦
争
後
は
日

清
・
日
露
戦
争
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
と
の
戦
争
で
戦
死
す
る
軍
人
・
軍
属
を
祀
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
後
に
従
軍
看
護
婦
や
満
州
開
拓
団
員
と
い
う
立
場
の
人
も

祀
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
軍
人
・
軍
属
の
男
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
靖
国
神
社
は
天
皇
制
国
家
体
制
の
中
核
を
な
し
、
そ
の
時
代
社
会
に
お
け
る
国
家
と
戦
争
と

い
う
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
を
も
と
に
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
国
体
を
護
持
さ
せ
る
精
神
（
信
仰
）
を
国
民
に
徹
底
的
に
内
面
化
さ
せ
る
宗
教
的
機
能
を
果
た
し
て

い
く
。
中
央
集
権
化
を
達
成
し
た
国
家
を
護
持
す
る
超
文
化
施
設
で
あ
る
。
国
民
へ
の
教
化
は
『
教
育
勅
語
』（
一
八
九
〇
年
）
で
行
わ
れ
、
軍
人
に
は
『
軍
人
勅
諭
』

（
一
八
八
二
年
）
で
徹
底
的
に
た
た
き
込
ま
れ
た
。

　
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
な
る
と
、
日
本
精
神
の
高
揚
が
強
化
さ
れ
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
男
性
は
「
靖
国
で
会
お
う
」
と
い
う
合
い
言
葉
の
も
と
に
、「
君
の
た
め
国

の
た
め
に
」
戦
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
な
り
、「
生
き
る
道
」（
同
時
に
「
死
ぬ
道
」）
と
な
っ
た
。
女
性
も
男
性
の
「
靖
国
で
会
お
う
」
を
受
け
止
め
、

銃
後
を
守
る
こ
と
を
教
育
さ
れ
た
。
靖
国
神
社
は
、
ま
さ
に
天
皇
・
国
家
の
た
め
に
戦
っ
て
死
ぬ
こ
と
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
戦
後
、
靖
国
神
社
は
単
立
の
一
宗
教
法
人
と
し
て
生
き
残
っ
た
。『
日
本
国
憲
法
』
第
二
〇
条
の
も
と
で
、
政
教
分
離
が
定
ま
り
、
国
家
神
道
も
解
体
し
た
。
し
か
し
、

靖
国
神
社
は
戦
前
の
国
家
と
の
つ
な
が
り
を
切
ら
な
い
ま
ま
「
英
霊
」
の
「
合
祀
」
を
続
け
、
生
き
延
び
て
き
た
。「
合
祀
」
を
可
能
と
し
た
の
は
政
府
（
旧
厚
生
省
）

と
の
関
連
が
な
い
限
り
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
厚
生
省
は
戦
後
も
靖
国
神
社
と
連
携
し
て
合
祀
を
「
聖
旨
」
と
し
て
絶
や
さ
ず
行
っ
て
い
た
。
田
中
伸

尚
氏
は
、
そ
の
「
聖
旨
」
の
意
味
に
つ
い
て
、「
天
皇
・
国
家
の
た
め
の
戦
死
者
を
英
霊
と
し
て
讃
え
て
靖
国
神
社
に
合
祀
す
る
こ
と
」 と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

戦
後
の
厚
生
省
と
靖
国
神
社
の
関
係
、
つ
ま
り
「
合
祀
」
の
た
め
の
名
簿
の
提
示
に
つ
い
て
も
、
厚
生
省
に
保
管
さ
れ
て
い
た
関
係
書
類
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

一
九
七
八
年
に
は
Ａ
級
戦
犯
の
合
祀
も
行
わ
れ
た
。

　
靖
国
神
社
の
こ
う
し
た
歴
史
は
、
右
派
が
め
ざ
す
現
在
の
『
憲
法
』
第
九
条
の
「
改
正
」
と
結
び
つ
け
る
と
、「
国
家
が
お
こ
し
た
戦
争
で
戦
死
し
た
人
を
ど
う
祀
る

か
」
と
い
う
問
題
を
浮
上
さ
せ
る
。
国
際
社
会
で
は
、
戦
死
し
た
兵
士
を
国
が
祀
る
の
を
当
然
と
し
て
い
る
国
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
学
生
が
、
必
ず
比
較
し
て
出
し

て
く
る
の
が
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
リ
ン
ト
ン
墓
地
で
あ
る
。
靖
国
神
社
が
戦
死
し
た
人
（
な
か
に
は
一
般
の
人
も
含
ん
で
考
え
て
い
る
学
生
も
い
る
）
の
墓
で
あ
る
と
認

（
３
）
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識
し
て
い
る
学
生
も
多
い
。
つ
ま
り
、
戦
死
し
た
兵
士
を
国
が
祀
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
、
そ
れ
を
う
ま
く
利
用
し
た
の
が
当
時
の
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
だ
っ

た
。
小
泉
首
相
の
「
心
な
ら
ず
も
戦
争
で
命
を
落
と
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
人
々
へ
の
哀
悼
を
さ
さ
げ
る
」
と
い
う
「
論
理
」
は
、
近
代
日
本
の
中
央
集
権
化
に
伴
う

国
民
意
識
を
最
大
限
活
用
し
た
デ
マ
ゴ
ギ
ー
を
隠
蔽
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
だ
と
い
え
よ
う
。

　
丸
山
眞
男
は
、
す
で
に
そ
う
し
た
デ
マ
ゴ
ギ
ー
を
隠
蔽
す
る
こ
と
を
「
自
己
を
民
主
化
す
る
課
題
を
放
棄
し
た
」 も
の
と
表
し
て
い
た
。「
自
己
」
を
放
棄
し
た
「
国

民
」
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
、
近
代
日
本
の
中
央
集
権
的
民
族
国
家
体
制
の
「
体
臭
」
と
な
っ
て
い
た
と
い
っ
た
。
そ
の
「
体
臭
」
を
国
民
の
「
内
在
的
な
性
格
」
と

捉
え
た
。
そ
れ
は
ま
た
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
に
も
そ
の
「
体
臭
」
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
泉
首
相
は
、
戦
前
の
靖
国
神
社
を
き
ち
ん
と
相
対

化
し
な
い
ま
ま
、
ア
ジ
ア
諸
外
国
の
世
論
も
意
に
介
さ
ず
、「
国
民
の
道
徳
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
参
拝
を
強
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。「
小
泉
劇
場
」
の
観
客
で
あ
っ
た

学
生
は
、
そ
の
小
泉
首
相
の
参
拝
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
わ
た
し
の
靖
国
神
社
問
題
の
講
義
を
初
め
て
聞
い
た
学
生
は
、
十
分
に
理
解
で
き
た
と
は
い
え
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
ま
た
、
右
派
の
評
論
家
や
学
者
や
宗
教
団

体
に
共
鳴
し
て
き
た
学
生
は
考
え
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
わ
た
し
に
は
、
そ
れ
が
「
自
己
を
民
主
化
す
る
課
題
を
放
棄
し
た
」
こ
と
で
可
能
と
な
る
「
信
仰
者
」

の
姿
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
お
ぞ
ま
し
い
現
象
は
、
小
泉
首
相
以
降
の
首
相
が
靖
国
神
社
参
拝
を
行
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
靖
国
神
社

問
題
に
関
心
を
も
っ
て
聞
く
学
生
が
極
端
に
少
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

３
　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

　
（
１
）
先
行
研
究

　
靖
国
神
社
問
題
を
学
生
を
対
象
に
し
た
先
行
研
究
を
探
す
こ
と
は
今
回
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
日
中
・
日
韓
の
学
生
の
意
識
調
査
の
な
か
に
靖
国
神
社
問
題
に
関

連
し
た
問
が
あ
っ
た
。

　
最
初
に
紹
介
す
る
の
は
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
た
「
日
中
問
題
に
か
ん
す
る
大
学
生
の
意
識
調
査
」 で
あ
る
。
同
調
査
に
は
「
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社
参

拝
に
つ
い
て
の
中
国
政
府
の
態
度
を
ど
う
思
い
ま
す
か
」「
小
泉
首
相
は
今
年
（
二
〇
〇
一
年
）
の
八
月
一
三
日
に
靖
国
神
社
に
参
拝
し
ま
し
た
。
あ
な
た
は
こ
れ
を
支

持
し
ま
す
か
」
の
項
目
が
あ
り
、
後
者
の
問
を
受
け
て
、「「
支
持
す
る
」
と
答
え
た
学
生
に
そ
の
理
由
を
４
択
で
」、「「
支
持
し
な
い
」
と
答
え
た
学
生
に
そ
の
理
由
を

（
４
）

（
５
）
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４
択
で
」
と
い
う
質
問
が
あ
る
。

　
そ
の
調
査
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
た
、
立
命
館
大
学
経
済
学
部
三
回
生
の
有
志
が
行
っ
た
報
告
と
し
て
「
日
本
と
中
国
・
韓
国
の
意
識
調
査
ア
ン
ケ
ー
ト
」（
二
〇
〇
五
年
調
査
、
一
三
四
枚
の
有
効

回
答
）
が
あ
る
。
こ
の
な
か
に
「
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
べ
き
か
」
の
問
が
あ
る
。

　
結
果
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

問12－２　「支持しない」と答えた学生にその理
由を４択で。（内１つは自由回答）

15.9%202人８月15日に参拝すべきだったから

45.3%574人近隣諸国への配慮から

10.3%131人憲法上問題だから

問12－１　「支持する」と答えた学生にその理由
を４択で。（内１つは自由回答）

71.9%1218人
「戦争犠牲者すべてに深い反省と
哀悼の意をささげたい」という首
相の考えに同調

7.4%125人憲法上なんら問題ないから

5.7%96人外国の干渉にひるんではならない

問12　小泉首相は今年の８月13日に靖国神社を参
拝しました。あなたはこれを支持しますか？

37.7%1702人支持する

28.4%1280人支持しない

30.3%1367人どちらとも言えない

問11　小泉首相の靖国神社参拝についての
　　中国政府の態度をどう思いますか？

21.7%981人反対するのは当然だと思う

48.7%2196人理解はできるが少し行き過ぎ

14.4%648人
日本の国民感情を無視した
内政干渉である

14.4%648人わからない



靖国神社問題を考える―学生のアンケート調査からみえる倒錯した時代状況

185

　
以
上
の
よ
う
に
大
学
生
を
対
象
と
し
た
靖
国
神
社
問
題
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
少
な
い
。
ま
た
、
両
調
査
が
と
も
に
日
中
・
日
韓
と
い
う
関
係
構
造
か
ら
靖
国
神
社
お
よ

び
首
相
の
参
拝
を
学
生
が
い
か
に
理
解
し
た
り
、
想
像
し
て
い
る
か
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
靖
国
神
社
問
題
そ
の
も
の
の
認
識
度
を
調
査
し
た
も
の
で
は
な
い
と

い
え
る
。

（
２
）
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
内
容

　
今
回
の
靖
国
神
社
問
題
に
か
ん
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
設
問
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

参
拝
す
る
べ
き

参
拝
す
る
べ
き
で
は
な
い

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

　
％
24　

％
63　

％
31　

％
16

アンケートのお願い

　靖国神社問題について、下記のアンケート
を行い、授業にも反映させたいと思っていま
す。どうぞ協力してくださいますようお願い
します。

１　靖国神社はどこにあるか知っていますか。
　　　　　はい　　　いいえ

２　靖国神社に行ったことがありますか。
　　　　　はい　　　いいえ

３　靖国神社はいつつくられたと思いますか。
〇で囲んでください。
　　　　古代 中世 近世 近代

４　靖国神社はどんな神社だと思いますか。
　　　（ ）

５　靖国神社に2001年から2006年まで当時の
小泉首相が参拝したことを知っていますか。
　　　　　はい　　　いいえ

６　質問５で「はい」と答えた人はそのとき
どう思いましたか。
　　（１）　参拝するのはいいことである。
　　（２）　参拝するのはおかしい。
　　（３）　その他（ ）

７　質問６で（１）と答えた人の理由は何で
すか。
　　　（ ）

８　質問６で（２）と答えた人の理由は何で
すか。
　　　（ ）

　あなたの学年は　　　（　　　）回生
　もしよろしかったら性別を書いてください
（　　　）
　あなたの出身地は、（　　　　　　　）都
道府県
　留学生は、（　　　　　　　　）国

 ご協力ありがとうございました



 186

　
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に
記
し
た
よ
う
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
友
人
た
ち
の
協
力
で
思
い
が
け
な
い
多
く
の
回
答
数
が
集
ま
っ
た
。
結
果
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
実
施
時
期
　
二
〇
〇
八
年
四
月
～
一
〇
月

　
　
　
回
収
　
　
　
一
八
三
六

　
　
　
有
効
回
答
　
一
八
三
一
（
無
効
五
）

　
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
い
回
答
率
は
、
回
収
方
法
が
す
べ
て
直
接
的
な
回
収
の
お
か
げ
で
あ
る
。

　
調
査
対
象
と
な
っ
た
大
学
は
関
西
の
一
一
大
学
（
国
立
大
学
一
、
私
学
四
年
生
大
学
九
、
短
期
大
学
一
）
で
あ
る
。

　
以
下
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
結
果
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
３
）
調
査
対
象
の
属
性

　
学
年
別

　
学
生
は
一
回
生
か
ら
大
学
院
生
を
含
ん
で
五
回
生
に
及
ん
で
い
る
が
、
六
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
は
一
回

生
だ
っ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
し
た
担
当
者
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
や
人
権
問
題
に
か
ん
す
る
講
座
を
受

け
も
っ
て
い
た
影
響
で
あ
る
。

表１　学年別

パーセント人数 

63.21157１回生

12.6231２回生

17.0312３回生

6.1111４回生

1.019
５回生以上院生
を含む

0.11無回答

100.01831合計
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男
女
比

　
男
性
八
四
九
人
（
四
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）、
女
性
九
二
五
人
（
五
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）、
無
回
答
が
五
七
人
で
、
ほ
ぼ
半
々
の

比
率
に
な
っ
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
係
す
る
科
目
を
担
当
し
て
い
る
友
人
が
多
か
っ
た
の
で
、
女
性
の
人
数
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る

の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
た
が
、
予
想
に
反
す
る
喜
ば
し
い
結
果
と
な
っ
た
。

　
出
身
地

　
出
身
地
に
か
ん
し
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
が
関
西
の
大
学
に
限
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
偏
り
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
は
関
西
地
域
の
み
府
県
名

を
尋
ね
、
あ
と
は
地
方
ご
と
に
ま
と
め
た
。
関
西
地
域
で
は
大
阪
府
六
七
二
人

（
三
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）、
兵
庫
県
一
九
一
人
（
一
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）、

京
都
府
一
五
五
人
（
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）、
奈
良
県
一
二
四
人
（
六
・
八
パ
ー

セ
ン
ト
）、
滋
賀
県
一
〇
八
人
（
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
）、
和
歌
山
県
四
五
人

（
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）と
な
り
、地
方
別
で
は
中
国
・
四
国
地
方
一
六
八
人（
九
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
）、
中
部
・
北
陸
地
方
一
五
二
人
（
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）、
九

州
・
沖
縄
地
方
五
四
人
（
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
っ
た
。
留
学
生
は
全
部
で
五
〇
人
い
た
が
、
中
国
が
三
九
人
で
圧
倒
的
に
多
い
。

表２　男女比

パーセント人数 

46.4849男性

50.5925女性

3.157無回答

100.01831合計

表３　出身地

パーセント人数 
36.7 672大阪
8.5 155京都
10.4 191兵庫
6.8 124奈良
5.9 108滋賀
2.5 45和歌山
9.2 168中国・四国
2.1 38関東
0.3 6北海道
2.9 54九州・沖縄
8.3 152中部・北陸
0.3 6東北
3.4 62日本出身で無回答
2.1 39中国
0.1 1ルクセンブルグ
0.1 1南アフリカ
0.1 1タイ
0.1 1モンゴル
0.1 1アメリカ
0.1 1韓国
0.1 1台湾
0.2 4留学生で出身国無回答
100.0 1831合計
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（
４
）
学
生
に
と
っ
て
の
靖
国
神
社

　

　
靖
国
神
社
の
場
所
を
聞
い
た
回
答
は
、
ど
こ
に
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
学
生
が
八
八
二
人
（
四
八
・
二
パ
ー
セ

ン
ト
）、
知
ら
な
い
学
生
が
九
三
九
人
（
五
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
結
果
で
あ
っ
た
が
、
知
っ
て
い
る
と
答
え
た

学
生
に
そ
の
「
所
在
地
」
ま
で
尋
ね
て
い
な
い
た
め
に
正
確
に
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
明
確
な
判
断
は
で
き
な
い

結
果
と
な
っ
た
。

　
男
女
差
も
上
記
の
よ
う
に
大
き
な
違
い
は
な
い
し
、
そ
れ
は
以
下
の
回
答
か
ら
も
靖
国
神
社
問
題
全
般
に
わ

た
っ
て
特
筆
す
べ
き
男
女
差
の
傾
向
は
な
か
っ
た
。

　
 

　
靖
国
神
社
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
学
生
が
六
八
人
（
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
い
た
。
授
業
の
な
か
で
東
京
へ
行
く

機
会
が
あ
れ
ば
、
靖
国
神
社
を
見
学
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
ふ
る
さ
と
の
神
社
や
初
詣
に
行
く
神
社
と
は
趣
が

１
　
　
靖
国
神
社
は
ど
こ
に
あ
る
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。　
　
　
　
　
は
い
　
　
　
い
い
え

２
　
靖
国
神
社
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。　
　
　
　
　
は
い
　
　
　
い
い
え

表４　性別と靖国神社はどこにあるか
知っていますかのクロス表

合計無回答いいえはい性別

8498405436人数
男性

46.480.0 43.149.4パーセント

9252511412人数
女性

50.520.0 54.446.7パーセント

5702334人数
無回答

3.10.0 2.43.9パーセント

183110939882人数
合計

100.0100.0100.0100.0パーセント

表５　性別と靖国神社に行ったことがありますか
のクロス表

合計無回答いいえはい性別

849279651人数
男性

46.466.745.275.0パーセント

925191113人数
女性

50.533.3 51.819.1パーセント

570534人数
無回答

3.10.03.05.9パーセント

18313176068人数
合計

100.0100.0100.0100.0パーセント
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違
う
こ
と
が
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
で
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
ん
な
感
想
を
も
つ
に
し
て
も
、「
遊
就
館
」
を
見
学
す
る
の
も
必
須
で
あ
る
。

　
 

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
わ
た
し
が
区
分
し
た
「
古
代
・

中
世
・
近
世
・
近
代
」
を
学
生
が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
授

業
を
通
し
て
知
っ
た
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
は
調
査
を
依
頼
し
た

友
人
た
ち
か
ら
も
指
摘
を
受
け
た
。
と
く
に
、
近
世
と
近
代
の

違
い
を
知
ら
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
近
世
と
近
代
を
混
同

し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、両
者
を
あ
わ
す
と
七
五
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
の
正
解
率
に
な
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
、「
古

代
」と
答
え
た
学
生
が
、四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。こ

う
し
た
実
状
か
ら
、
七
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
学
生
が
靖
国
神

社
の
創
建
時
を
正
確
に
認
識
し
て
い
る
と
は
い
い
切
れ
な
い
。

<
>
<

　
 靖
国
神
社
は
ど
こ
に
あ
る
か
知
っ
て
い
ま
す
か
 と
 靖
国

>

神
社
は
い
つ
つ
く
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
か
 を
ク
ロ
ス
す
る
と

下
記
の
よ
う
に
な
る
。

　
靖
国
神
社
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
学
生
で
も
、
創

<
>

建
さ
れ
た
時
代
に
対
し
て
 古
代
・
中
世
・
近
世
 と
回
答
し
た

<

学
生
が
四
六
三
人
も
い
て
、
五
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
 近
代>

 

３
　
靖
国
神
社
は
い
つ
つ
く
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
か
。
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
古
代
　
　
　
　
中
世
　
　
　
　
近
世
　
　
　
　
近
代

表７　靖国神社はどこにあるか知っていますかと靖国神社はいつ
つくられたと思いますかのクロス表

靖国神社はいつつくられたと思いますか

合計無回答近代近世中世古代

8821840129713927人数知っている

100.02.045.533.715.83.1パーセント

9391334832920049人数知らない

100.01.437.135.021.35.2パーセント

1006310人数無回答

100.00.060.030.010.00.0パーセント

18313175562934076人数合計

100.01.741.234.418.64.2パーセント

表６　性別と靖国神社はいつつくられたと思いますかのクロス表

合計無回答近代近世中世古代性別

8491338026815335人数男性

46.441.950.342.645.046.1パーセント

9251534934817736人数女性

50.548.446.255.352.147.4パーセント

5732613105人数無回答

3.19.73.42.12.96.6パーセント

18313175562934076人数合計

100.0100.0100.0100.0100.0100.0パーセント
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と
回
答
で
き
な
か
っ
た
。
靖
国
神
社
の
創
建
時
と
場
所
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
 

　
自
由
記
述
で
あ
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
回
答
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
分
類
を
し
て
集

計
を
出
し
た
。

　
（
Ａ
）　
「
兵
士
を
祀
る
」「
兵
士
・
Ａ
級
戦
犯
を
祀
る
」「
英
霊
を
祀
る
」
等
の
こ
と
ば
が
入
っ
て

い
る
も
の

　
（
Ｂ
）　
「
Ａ
級
戦
犯
を
祀
る
」
の
み
を
書
い
て
い
る
も
の

　
（
Ｃ
）　
「
戦
死
者
を
祀
る
」
と
し
か
書
い
て
い
な
い
も
の
、
こ
の
分
類
に
あ
た
っ
て
は
、
兵
士
を

イ
メ
ー
ジ
に
入
れ
た
学
生
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
戦
死
し
た
す
べ
て
の
人
な
ど
と
も
書
い
て

い
る
の
で
（
Ａ
）
と
区
別
し
た

　
（
Ｄ
）　
「
戦
争
に
関
係
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
入
っ
て
い
る
も
の
。「
祀
る
」「
墓
」
等
も

含
ま
れ
る

　
（
Ｅ
）　
「
わ
か
ら
な
い
」
と
記
述
し
た
も
の

　
（
Ｆ
）　
明
ら
か
に
間
違
い
を
記
し
た
も
の

　
（
Ｇ
）　
（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）（
Ｅ
）（
Ｆ
）
以
外
の
も
の
、
例
え
ば
、「
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を

抱
え
て
い
る
」「
国
が
特
別
扱
い
し
た
神
社
」
な
ど
の
記
述
が
あ
る
も
の

　
（
Ｈ
）　
無
回
答

４
　
靖
国
神
社
は
ど
ん
な
神
社
だ
と
思
い
ま
す
か
。

　
　
　
（
 

）

表８　靖国神社はどんな神社だと思いますか

％人数無回答女性男性

20.63786192180
（Ａ）「兵士を祀る」「兵士・
Ａ級戦犯を祀る」「英霊を祀
る」等

14.726911142116（Ｂ)「Ａ級戦犯を祀る」

29.85457293245（Ｃ)「戦死者を祀る」

4.48024335（Ｄ)「戦争に関係している」

2.54631330（Ｅ）「わからない」

10.9200787106
（Ｆ）明らかに間違いを記し
たもの

5.09124148（Ｇ）（Ａ）～（Ｆ）以外

12.12221911489（Ｈ）無回答
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（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
で
は
三
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
答
と
な
り
、
靖
国
神
社
の
特
色
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。（
Ｃ
）（
Ｄ
）
の
な
か
に
兵
士
を
イ
メ
ー
ジ
に
入

れ
て
回
答
し
た
人
、
戦
争
の
関
係
と
兵
士
の
戦
死
な
ど
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
回
答
を
含
め
る
な
ら
、（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）
で
六
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
ま
た
、

（
Ｅ
）（
Ｆ
）（
Ｇ
）（
Ｈ
）
の
間
違
っ
た
表
記
や
知
ら
な
い
学
生
が
三
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
靖
国
神
社
の
創
建
時
か
ら
の
役
割
、
戦
後
の
靖
国
神
社
問
題
を
ど

の
程
度
認
識
し
て
い
る
か
は
本
ア
ン
ケ
ー
ト
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
靖
国
神
社
の
存
在
理
由
を
知
ら
な
い
学
生
が
三
分
の
一
を
占
め
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
同
時
に
、
靖
国
神
社
（
招
魂
社
を
含
む
）
の
創
建
理
由
を
書
い
た
回
答
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。

　
靖
国
神
社
を
知
ら
な
い
こ
と
は
学
生
の
責
任
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
近
代
日
本
史
と
「
戦
争
」
を
語
り
継
い
で
こ
な
か
っ
た
社
会
や
学
校
教
育
の
場
で
靖

国
神
社
の
存
在
を
教
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
に
な
ろ
う
。
あ
る
学
生
は
「
近
・
現
代
の
歴
史
を
中
学
・
高
校
と
ま
っ
た
く
教
え
て
も
ら
わ
な
か
っ
た
」

と
悪
び
れ
る
こ
と
な
く
答
え
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
責
任
で
は
な
い
。

　
 

　
二
〇
〇
一
年
か
ら
〇
六
度
の
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
を
知
っ
て
い
る
学
生
は
九
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
っ
た
。
や
は
り
あ
れ
だ
け
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
せ

た
し
、
一
回
生
の
学
生
も
最
後
の
二
〇
〇
六
年
の
靖
国
神
社
参
拝
を
高
校
時
代
に
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
（
七
六
人
）
と
低
い
も
の

の
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
を
知
ら
な
い
学
生
（
留
学
生
を
含
む
）
が
い
た
こ
と
に
も
驚
き
を
隠
せ
な
い
。

　
靖
国
神
社
参
拝
を
「
国
民
へ
の
公
約
」
と
し
て
繰
り
返
し
行
っ
て
き
た
小
泉
首
相
の
政
治
体
制
は
、「
新
自
由
主
義
」
の
も
と
に
あ
る
。
柄
谷
行
人
氏
は
、
そ
の
政
治

体
制
を
「
専
制
社
会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。（
中
略
）
現
在
の
専
制
的
社
会
は
、
別
に
、
専
制
君
主
や
軍
事
的
な
独
裁
者
が
支
配
す
る
社
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
体

主
義
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
専
制
国
家
に
比
べ
れ
ば
、
日
本
は
、
国
民
主
権
の
体
制
で
あ
り
、
代
表
制
民
主
主
義
の
国
で
す
」 と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
専
制
的

社
会
は
、「
封
建
的
＝
身
分
的
中
間
勢
力
の
抵
抗
が
脆
い
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
丸
山
眞
男
の
所
説
を
引
用
し
な
が
ら
、
戦
後
の
社
会
体
制
の
変
容
を
分
析
す
る
。
戦

後
、
労
働
組
合
・
部
落
解
放
同
盟
・
大
学
の
自
治
、
新
左
翼
等
々
が
「
中
間
勢
力
」
と
し
て
存
在
し
た
。
つ
ま
り
、
丸
山
の
い
う
「
中
間
勢
力
」
が
専
制
体
制
を
阻
止

す
る
力
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
日
本
に
は
、
国
家
体
制
を
直
接
批
判
し
、
国
家
体
制
に
心
身
を
も
っ
て
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
「
個
人
」
が
ご
く
少

５
　
靖
国
神
社
に
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で
当
時
の
小
泉
首
相
が
参
拝
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
い
　
　
　
　
　
　
　
い
い
え

（
６
）
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数
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、「
中
間
勢
力
」
が
な
く
な
っ
た
。
そ
の
も
っ
と
も
象
徴
的
な
時
期
が
二
〇
〇
〇
年
で
あ
り
、

そ
の
後
に
小
泉
政
権
が
登
場
し
て
き
た
と
分
析
す
る
。「
も
う
敵
は
い
な
い
。
彼
は
中
間
勢
力
の
残
党
を
、「
抵
抗

勢
力
」
と
呼
ん
で
一
掃
し
た
」 の
で
あ
る
。
だ
か
ら
現
在
の
日
本
は
専
制
的
社
会
で
あ
る
と
い
う
。

　
柄
谷
氏
の
こ
の
論
評
に
反
論
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
は
、
新
た
な
政
治
的
目
的
を

秘
め
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
過
剰
に
報
じ
た
「
小
泉
劇
場
」
の
成
果
と
い
え
る
の

だ
ろ
う
。

　
 

<

　
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
の
は
、
参
拝
を
知
っ
て
い
た
学
生
の
三
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
 参
拝
す
る
の
は
い
い
こ
と
で
あ
る>

 

<
>

<

と
回
答
し
、 
参
拝
す
る
の
は
お
か
し
い
 と
回
答
し
た
学
生
は
一
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
だ
。
さ
ら
に
、
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
学
生
が
 

>

そ
の
他
 と

回
答
し
て
い
る
。

<
>

　
先
の
岡
田
臣
弘
氏
の
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
と
比
較
す
る
と
、 
参
拝
支
持
 は
三
七
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
で
、
だ
い
た
い
同
じ
比
率
を
示
し
て

（
７
）

６
　
質
問
５
で
「
は
い
」
と
答
え
た
人
は
そ
の
と
き
ど
う
思
い
ま
し
た
か
。

　
　
　
（
１
）　
参
拝
す
る
の
は
い
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
（
２
）　
参
拝
す
る
の
は
お
か
し
い
。

　
　
　
（
３
）　
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

表９　性別と靖国神社に2001年から2006年まで当
時の小泉首相が参拝したことを知っています
かのクロス表

合計無回答いいえはい性別

849246801人数男性

46.440.060.545.8パーセント

925227896人数女性

50.540.035.551.2パーセント

571353人数無回答

3.120.03.93.0パーセント

18315761750人数合計

100.0100.0100.0100.0パーセント
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<
>

い
る
。
な
お
 不
支
持
 は
、
先
行
調
査
の
二
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
比
較
す
る
と
、
一
五
・
二
パ
ー
セ

<
>

ン
ト
で
あ
り
、お
よ
そ
一
三
ポ
イ
ン
ト
の
差
が
出
て
い
る
。
そ
の
分
 ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
 が
三
〇
・

三
パ
ー
セ
ン
ト
あ
り
、
一
六
ポ
イ
ン
ト
以
上
先
行
研
究
の
ほ
う
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

<
>

　
 そ
の
他
 の
自
由
記
述
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
分
類
を
行
っ
た
。

　
　
（
Ａ
）　
「
何
も
思
わ
な
い
」「
関
心
が
な
い
」

と
い
う
こ
と
ば
お
よ
び
意
味
が
入
っ
て
い

る
も
の

　
　
（
Ｂ
）　
「
参
拝
す
る
の
は
い
い
」「
信
仰
の
自

由
」「
個
人
の
自
由
」
に
関
係
す
る
こ
と
ば

が
入
っ
て
い
る
も
の

　
　
（
Ｃ
）　
「
ど
っ
ち
で
も
い
い
」「
い
い
と
か
お

か
し
い
と
か
関
係
な
い
」
に
入
る
も
の

　
　
（
Ｄ
）　
「
わ
か
ら
な
い
」
に
入
る
も
の

　
　
（
Ｅ
）　
（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）
以
外
の
も

の

　
　
（
Ｆ
）　
無
回
答

<
>

　
 そ
の
他
 で
も
っ
と
も
多
い
理
由
は
、「
わ
か
ら
な
い
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
の
が
、「
信
仰
の
自
由
」「
個
人
の

自
由
」
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
何
も
思
わ
な
い
」「
関
心
が
な
い
」
と
「
ど
っ
ち
で
も
い
い
」「
い
い
と

か
お
か
し
い
と
か
関
係
な
い
」
を
あ
わ
せ
る
と
、
二
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
は
知
っ

表11　＜その他＞の自由記述

％人数無回答女性男性

14.111665456
（Ａ）「何も思わない」「関心が
ない」

20.316749172
（Ｂ）「参拝するのはいい」「信
仰の自由」「個人の自由」

12.310113862
（Ｃ）「どっちでもいい」「いい
とかおかしいとか関係ない」

24.8204412872（Ｄ）「わからない」

24.4201511977
（Ｅ）（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）
以外

4.1342249（Ｆ）無回答

表10　質問５で「はい」と答えた人はそのときどう思いましたかと性
別と靖国神社に2001年から2006年まで当時の小泉首相が参拝した
ことを知っていますかのクロス表

合計無回答女性男性

61611280325人数
参拝するのはいいことである

35.220.831.340.6パーセント

26616127123人数
参拝するのはおかしい

15.230.214.215.4パーセント

82322464337人数
その他

47.041.551.842.1パーセント

4542516人数
無回答

2.67.52.82.0パーセント

175053896801人数
合計

100.0100.0100.0100.0パーセント
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て
い
る
が
、
ど
う
で
も
い
い
こ
と
と
し
て
関
心
が
も
て
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
次
に
、
参
拝
す
る
こ
と
は
い
い
こ
と
で
あ
る
と
答
え
た
学
生
の
自
由
記
述
し
た
理
由
を
み
て
い
く
。

　
 

<
>

 参
拝
す
る
の
は
い
い
こ
と
で
あ
る
 の
自
由
記
述
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
し
た
。

　
　
（
Ａ
）　
「
敬
う
べ
き
」「
追
悼
す
べ
き
」「
国
の
た
め
に
死
ん
だ
か
ら
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
入
っ
て
い
る
も
の

　
　
（
Ｂ
）　
「
個
人
の
自
由
」
に
関
係
す
る
も
の

　
　
（
Ｃ
）　
「
参
拝
す
る
の
は
あ
た
り
ま
え
」「
当
然
」
に
関
係
す
る
も
の

　
　
（
Ｄ
）　
「
小
泉
さ
ん
だ
か
ら
」
と
い
う
「
小
泉
首
相
」
を
理
由
に
す
る
も
の

　
　
（
Ｅ
）　
（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）
以
外
の
も
の

　
　
（
Ｆ
）　
無
回
答

　
参
拝
に
賛
成
す
る
理
由
の
も
っ
と
も
多
い
の
は
「
参
拝
す
る
の
は
あ
た
り
ま
え
」「
当
然
」
と
い
う
回
答
で
あ
る
。

「
あ
た
り
ま
え
」「
当
然
」
が
ど
う
い
う
理
由
で
考
え
ら
れ
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が

大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
お
よ
そ
四
分
の
一
の
学
生
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
靖
国
神
社
が
現
在
も
「
 公
 」
の
施
設
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
は
な
い
。
つ
ま
り
、

お
お
や
け

「
公
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
靖
国
神
社
の
特
色
を
考
え
る
こ
と
も
不
可
欠
な
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

津
村
寛
文
氏
の
「
公
共
宗
教
」
論
を
援
用
す
れ
ば
、
靖
国
神
社
の
特
色
は
、「
宗
教
・
政
治
・
文
化
の
三
領
域
の
ど
こ

か
に
軸
足
を
お
き
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
超
越
し
て
社
会
全
体
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
の
で
、
原
理
的
に
全
体
主
義
と

親
和
的
で
あ
り
、少
な
く
と
も
政
教
分
離
的
な
分
離
主
義
と
は
な
じ
ま
な
い
」 と
理
解
で
き
る
。そ
う
だ
と
す
れ
ば
、小

７
　
質
問
６
で
（
１
）
と
答
え
た
人
の
理
由
は
何
で
す
か
。

　
　
　
（
 

）

（
８
）

表12　＜参拝するのはいいことである＞の自由記述

％人数無回答女性男性

16.710334852
（Ａ）「敬うべき」「追悼すべ
き」「国のために死んだから」

13.38213447（Ｂ）「個人の自由」

38.6238499135
（Ｃ）「参拝するのはあたり
まえ」「当然」

1.912084（Ｄ）「小泉さんだから」

19.712105665
（Ｅ）（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）
以外

9.86043824（Ｆ）　無回答
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泉
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
は
、
先
述
し
た
柄
谷
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
日
本
が
専
制
的
社
会
の
様
相
を
強
化
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
を
「
新
自
由
主
義
」
と
い
う
衣
に

覆
い
隠
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
様
態
を
、
学
生
た
ち
は
き
わ
め
て
一
元
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
つ
ま
り
、

「
あ
た
り
ま
え
」「
当
然
」
と
い
う
回
答
こ
そ
が
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

<
>

　
ま
た
、
質
問
６
の
 そ
の
他
 に
回
答
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
「
個
人
の
自
由
」
が
理
由
に
入
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
個
人
の
自
由
」
と
い
う
意
味
は
、

賛
成
に
も
な
れ
ば
関
係
な
い
と
い
う
意
味
に
も
な
る
。
無
関
心
と
い
う
心
理
を
内
包
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
 

<
>

 参
拝
す
る
の
は
お
か
し
い
 と
い
う
自
由
記
述
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
分
類
を
行
っ
た
。

　
　
（
Ａ
）　
「
戦
争
を
肯
定
す
る
」「
Ａ
級
戦
犯
を
肯
定
す
る
」
な
ど
に
関
係
す
る
も
の

　
　
（
Ｂ
）　
「
隣
国
・
ア
ジ
ア
・
中
国
・
韓
国
な
ど
の
反
感
を
か
う
」
に
関
係
す
る
も
の

　
　
（
Ｃ
）　
「
反
対
し
て
い
る
人
が
い
る
か
ら
」
に
類
似
す
る
も
の

　
　
（
Ｄ
）　
「
首
相
と
し
て
お
か
し
い
」
に
関
係
す
る
も
の

　
　
（
Ｅ
）　
「
政
教
分
離
に
反
す
る
」
に
関
係
す
る
も
の

　
　
（
Ｆ
）（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）（
Ｅ
）
以
外
の
も
の

　
　
（
Ｇ
）
無
回
答

　
参
拝
反
対
に
も
っ
と
も
多
い
理
由
と
し
て
、
三
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
学
生
が
「
ア
ジ
ア
、
と
く
に
韓
国
・

中
国
の
反
感
を
か
う
か
ら
」
と
答
え
て
い
る
の
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。「
政
教
分
離
に
反
す
る
」
と
い
う
『
日
本
国
憲
法
』
に
照
ら
し
て
反
対
す
る
学
生
は
予
想
通
り
少
な

８
　
質
問
６
で
（
２
）
と
答
え
た
人
の
理
由
は
何
で
す
か
。

　
　
　
（
 

）

表13　＜参拝するのはおかしい＞という自由記述

％人数無回答 女性 男性

21.85842332
（Ａ）「戦争を肯定する」「Ａ
級戦犯を肯定する」

30.88234238
（Ｂ）「隣国・アジア・中
国・韓国などの反感をかう」

1.13021
（Ｃ）「反対している人がい
るから」

15.14022216
（Ｄ）「首相としておかし
い」

3.810064（Ｅ）「政教分離に反する」

16.94522122
（Ｆ）（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）
（Ｅ）以外

10.52851412（Ｇ）無回答
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か
っ
た
。
こ
の
な
か
で
、
二
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
学
生
が
「
戦
争
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
」「
Ａ
級
戦
犯
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
は
、
靖

国
神
社
問
題
の
政
治
的
な
問
題
を
理
解
な
い
し
認
識
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

エ
ピ
ロ
ー
グ
に
か
え
て
―
何
を
課
題
と
し
て
伝
え
る
べ
き
か

　
今
回
の
学
生
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
通
じ
て
、
靖
国
神
社
問
題
は
、
そ
の
存
在
の
あ
り
方
を
理
解
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
単
に
過
去
の
戦
争
の
問

題
で
は
な
く
、
現
在
の
問
題
で
あ
り
課
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
こ
と
を
よ
り
い
っ
そ
う
深
く
す
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
し
て
く
れ
た
学
生
た
ち
は
、「
戦
争
を

知
ら
な
い
世
代
」
と
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
」
で
あ
る
わ
た
し
の
世
代
（
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
）
と
は
違
う
時
代
を
生
き
て
い
る

こ
と
も
回
答
か
ら
実
感
す
る
。
わ
た
し
が
生
き
た
戦
後
に
は
、
学
生
運
動
も
活
発
で
あ
っ
た
し
、
デ
モ
の
経
験
も
あ
る
。
先
述
し
た
「
中
間
勢
力
」
が
存
在
し
た
時
代

を
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
中
間
勢
力
」
が
す
で
に
な
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
弱
小
化
さ
せ
ら
れ
た
学
生
時
代
を
生
き
る
現
在
の
学
生
は
、
丸
山
眞
男
が
批

判
し
た
専
制
的
社
会
を
「
体
臭
」
と
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
、
現
代
日
本
の
社
会
構
造
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
現
実
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ

に
始
ま
っ
た
経
済
不
安
に
さ
ら
さ
れ
た
学
生
に
と
っ
て
は
、
自
己
た
ら
ん
と
し
て
も
自
己
た
り
得
な
い
、
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
社
会
の
ま
っ
た
だ
な
か

に
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
時
期
は
ま
さ
に
そ
の
直
前
で
あ
っ
た
し
、
す
で
に
格
差
社
会
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
学
生
を
は
じ
め
と
す
る
若
者
に
夢
や
希
望
を
抱
か
せ
な
く
さ
せ
た
責
任
は
、
大
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
大
人
た
ち
は
自
分
た
ち
の
し
て
き
た
こ
と
を
隠
蔽
す
る
た
め

に
「
新
自
由
主
義
」
と
い
う
こ
と
ば
に
隠
蔽
さ
れ
た
専
制
的
社
会
を
強
め
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
新
自
由
主
義
が
支
配
す
る
専
制
的
社
会
の
様
態
は
、

マ
ル
ク
ス
が
著
し
た
『
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
』
の
冒
頭
の
こ
と
ば
で
咀
嚼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、「
人
間
は
自
分
じ
し
ん
の
歴
史
を
つ
く
る
。
だ
が
、

思
う
儘
に
で
は
な
い
。
自
分
で
え
ら
ん
だ
環
境
の
も
と
で
で
は
な
く
て
、
す
ぐ
目
の
前
に
あ
る
、
あ
た
え
ら
れ
、
持
越
さ
れ
て
き
た
環
境
の
も
と
で
つ
く
る
の
で
あ
る
。

死
せ
る
す
べ
て
の
世
代
の
傳
統
が
夢
魔
の
よ
う
に
生
け
る
者
の
頭
脳
を
お
さ
え
つ
け
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
だ
か
ら
、
人
間
が
、
一
見
、
懸
命
に
な
っ
て
自
己
を
変
革
し
、

現
状
を
く
つ
が
え
し
、
い
ま
だ
か
つ
て
あ
ら
ざ
り
し
も
の
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
と
き
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
革
命
の
最
高
潮
の
時
期
に
、
人
間

は
お
の
れ
の
用
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
こ
わ
ご
わ
過
去
の
亡
霊
ど
も
を
よ
び
い
だ
し
、
こ
の
亡
霊
ど
も
か
ら
名
前
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
戦
闘
標
語
と
衣
裳
を
か
り
、
こ
の
由
緒

あ
る
扮
装
と
借
物
の
せ
り
ふ
で
世
界
史
の
新
し
い
場
面
を
演
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」 と
論
じ
て
い
る
。
小
泉
首
相
が
靖
国
神
社
参
拝
を
毎
年
断
行
し
た
パ
フ
ォ
ー

（
９
）
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マ
ン
ス
の
実
体
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
日
本
の
政
治
体
制
そ
の
も
の
の
姿
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
は
、
こ
れ
を
読
む
人
の
思
想
信
条
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
理
解
さ
れ
て
い
い
。
わ
た
し
も
そ
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
を
読
ん
で
き
た
。
と
く
に
、
そ
の
過
程
で
今
回
引
用
し
た
柄
谷
行
人
氏
の
「
地
域
自
治
か
ら
世
界
共
和
国
へ
」
は
、
最
近
の
講
演
（
二
〇
〇
八
年
五
月
二
一
日
）
で

も
あ
り
、
よ
り
親
し
み
と
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
語
ら
れ
た
「
公
共
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
と
く
に
強

い
印
象
を
抱
い
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
語
る
。「
公
共
的
と
い
う
の
は
、
国
家
的
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
よ
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
理
念
的
な
事
柄
で
す
。
公
共
的
な

関
心
と
は
、
い
わ
ば
、
家
の
外
、
と
い
う
よ
り
「
城
壁
」
の
外
へ
の
想
像
力
で
す
。
現
に
あ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
未
来
に
対
す
る
、
さ
ら
に
ま
た
、
過
去
に
対
す

る
想
像
力
で
す
。
誰
で
も
現
に
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
そ
れ
は
当
然
で
す
。
し
か
し
、
今
こ
こ
に
な
い
も
の
へ
の
想
像
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

理
念
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
現
実
的
な
運
動
も
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
今
は
む
し
ろ
、
高
い
理
念
を
掲
げ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
」 と
。

　
夢
も
希
望
も
な
い
専
制
的
社
会
を
意
識
す
る
こ
と
も
な
い
若
い
世
代
に
伝
言
で
き
る
こ
と
こ
そ
、
上
記
の
柄
谷
氏
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
し
か
し
、「
今
こ
こ
に
な
い
も

の
」
を
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
現
代
の
学
生
が
、「
想
像
力
」
を
抱
く
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
、「
理
念
」
を
語
る
こ
と
の
困
難
さ
で
も
あ
る
。
だ
と
し
た
ら
、
今
回
の

ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
し
て
、
柄
谷
氏
の
こ
と
ば
は
さ
ら
に
重
く
感
じ
ら
れ
る
。

　
柄
谷
氏
の
こ
と
ば
の
重
さ
を
実
感
し
な
が
ら
、
わ
た
し
に
で
き
る
こ
と
は
、「
今
こ
こ
に
な
い
も
の
」
を
伝
え
て
い
く
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
よ
り
「
中
間
勢

力
」
を
実
感
で
き
た
わ
た
し
の
世
代
が
で
き
る
こ
と
は
、「
今
こ
こ
に
な
い
も
の
」
を
歴
史
と
し
て
捉
え
伝
え
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
社
会
学
的
な
系
譜
を
逸
脱
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
に
な
っ
た
が
、
本
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
っ
て
『
日
本
国
憲
法
』
第
九
条
を
掲
げ
る
「
理
念
」
が
、
わ
た
し
の
な

か
で
さ
ら
に
深
ま
っ
た
と
思
え
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
多
大
な
援
助
を
惜
し
む
こ
と
の
な
か
っ
た
み
な
さ
ん
、
そ
し
て
集
計
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
鈴
木
清
美
さ

ん
に
感
謝
の
念
を
も
っ
て
、
こ
の
報
告
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
　
）
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